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中
村
眞
一

郎

（

集
英
社
）

『

再
讀
日
本
近
代
文
學
』

1
不
在
の

中
の

文
學

ー　
　
　
　

　
ネ

和
田
正

美

　
私
が

少
年
時
代
に

本
を
讀
み

始
め

た

頃
の

現
役
作
家
で

未
だ

に

文

學
活
動
を
續

け
て

ゐ

る

人
は

き
は

め

て

少
な
い

が、

中
村
眞
一

郎
は

そ
の

少
數
の

中
の
一

人

で

あ
り、

顧
み

れ

ば
中
村
氏
に

は

隨
分

御
世

話

に

な
つ

た

勘
定
に

な
る
。

し
か

し

私

は

中

村
氏

の

自
閉

的、

禪
經
症
的
な
文
體
と

發
想
が

最
初
か

ら
ど
う
し

て

も
好
き

に

な

れ
ず、

だ
か

ら

中
村
氏
の

愛

讀
者
を
以

て

任

じ

た

こ

と

は
一

度

も
な

い
。

が、

一

方
で

は、

中

村
氏
に

お

け
る

文

學
へ

の

ひ

た

む

き
な
愛
着
と

頑
固
な
ほ

ど

筋
を
通

し
た

が

る
性
癖
に

は

そ

れ
相
應
の

敬
意
を
拂
は

ず
に

は

ゐ

ら
れ
な
か

つ

た

の

で、

そ

れ

と

こ

れ

を

合
せ

て

言
へ

ば、

私
は

中
村
氏
に

對

し

て

愛
憎
相
半

ば
す

と
い

つ

た

感
情
を
抱
き
續
け

て

來
た。

　

今
日、

中
村
氏
は

い

は

ゆ

る
戰
後
派
の、

も
は

や

數
へ

る

ほ

ど
し

か

ゐ

な

い

生

き

残
ゆ

で

あ
り、

し

か

も
氏
の

文
學
的
熱
情
は
そ
の亠
口

同

齡
に

も
か

か

は

ら
ず
一

向

衰
へ

た
や
う
に

は

見
え
な
い

の

で

あ

つ

て、

そ
の

こ

と

に

着
目
し

た

私
が

そ

ろ

そ

ろ
こ

の

邊
で

自
分
の

中
の

中
村
眞
一

郎
像
を
も
つ

と

明

確
な
も
の

に

し
た

い

と

畏

中

村
眞
一
郎
『
再

讀
日

本
近

代
文
學』
〔
集

英
社）

和
田
正
美

＊

言

語

文
化

学
科

冂

欧
近

代
文
学

敬
の

念
を
籠
め

な
が

ら

考
へ

て

ゐ

た

矢
先
に

出
會
つ

た

の

が

『

再
讀
近

代
日

本
文

學
』

で

あ
つ

た
。

こ

れ
は

讀
み

應
へ

の

あ
る、

啓
發
的
な

本
で

あ

る。

そ

の

點
で

は

私
が

今
ま
で

に

讀
ん

だ

中
村
氏
の

も
の

の

中
で

最
上
と

言
つ

て

よ
い
。

し

か

し

そ

れ

を
は

つ

き
り
認

め

た

上
で、

尚、

私
は

殘
念
な
が

ら、

こ

の

讀
書
が

中
村
氏

に

對
す
る
私
の

年
來
の

愛
憎
を
深
め

る

だ

け
の

結
果
に

終
つ

た

こ

と

を
冒
頭
か

ら

言
つ

て

お
か

な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。

愛
を
強
め
、

憎
を
弱
め

た

い

と

い

ふ

願

望
は

空
し

か

つ

た
。

　
こ

の

驚
く
ほ

ど

文
學
的
な
文
學
論
は

不
思
議
に

も
文
學
に

お

け
る

最
も
本
質
的

な
何
か
へ

の

洞
察
を
缺
い

て

ゐ

る

や

う
に

思
は

れ

る

の

だ
。

『

再
讀
近
代
日

本
文

學
』

は

啓
發
的
で

あ
る

と

述

べ

た
が、

實
際、

こ

の

本
の

中

に

は

（
論
の

當
否
は

と

も
か

く
と

し

て）

様
々

な
卓
見
が

含

ま

れ

て

ゐ

る
。

一

例

を
舉
げ

る
と

中
村
氏
は

森
鴎
外
の

長
篇
小
説
『

灰
燼』

が

未
完
に

終
つ

た
理

由
を

次
の

や

う
に

説
い

て

ゐ

る。

　

こ

こ

に

至
つ

て

鴎
外
は

や
う
や

く
西
洋
近
代
作
家
の

場
合
と

同
じ

く
創

作
上

の

デ

モ

ン

に

め
ぐ
り

合
ひ、

入
間
性
の

地
獄
の

淵
に

佇
ん
だ

が、

も
し

そ

の

デ
モ

ン

の

力
を
借
り

た
り
す
る

と、

作
品
の

完
成
と

引
換
へ

に

彼
の

肚
會
生

活
と

家
庭
生

活
が

崩
壊
す
る
こ

と

は

避
け

ら
れ
ず、

そ
の

危
險
を

察
知
し

た
鴎
外
は

『

灰

燼
』

の

世

界
か

ら

身
を
引
い

て、

よ

り

安
全

な
（

こ

れ
は

こ

れ

で

獨
創
的
な
も
の

で

あ

る

が
）

歴
史
す
な
は

ち

史
傳
と
い

ふ

ジ

ャ

ン

ル

に

韜
晦
し

た

…・．・

　

こ

れ
は

實
作
者
と

し

て

の

經
驗
に

裏
付
け
ら

れ

た

斬
新
な
見

解
で

あ
り、

鴎
外

の

愛
讀
者
や
研
究
家
が

こ

の

指
摘
を
ど

う
受
止
め

る

か

知

り

た

い

や
う
な
氣
が

す

る。
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
ア

プ
レコ
ゲ

ロ

ル

　

中
村
氏
は

森
鴎

外
か

ら

戦

後

文

學
ま
で

の

様
々

の

作
家
を
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

前

衛
文
學
の

動
向
に

結
び

つ

け

な

が

ら

論
じ

た

が、

そ

の

方
法
の

根

幹
を
成
す
の

は、

過
去
を
過
去
と

し

て

整
理

す
る

の

で

は

な
く、

過
去

の

文
學
の

中
か

ら

未
來83
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明

星
大

学
研
究

紀
要

【
日

本

文
化

学
部
・
言
語

文

化

学
科図
第
五

号
　一
九
九

辷

年

の

文
學
の

可

能
性

を
探
り

出
さ
う
と

す
る

試
み

で

あ
り、

氏
は

そ

の

姿

勢
に

お
い

て

世
土
の

文
學
研
究
家
の

態
度
を
繰
返
し

批
判
し

て

ゐ

る
。

研
究
家
は

彼
等
の

や

り

方
を
變
へ

ま
い

と

す
る

の

で

あ
れ

ば、

中
村
氏
の

批
判

を

（
こ

れ

は

氏
自
身
の

要
望

で

も
あ
る

の

だ

が
）

非

學
問
的

と

し
て

斥
け

る

や

う
な
こ

と

は

し

な

い

で、

そ

れ
を
敢
然
と

迎
へ

撃
つ

べ

き

で

あ
ら

う
。

　

私
と

し

て

は

中
村
氏

の

方
法
に

異
議
を
唱
へ

る

つ

も
り
は

な
い
。

「

作
家
は

死

後
も
成
長
す
る

」

と

い

，

崩

テ

ー

ゼ

に

は

全

く
賛
成
で

あ
る
。

過
去
の

文
學
が

過
去

の

軛
か

ら

解
き
放
た

れ

て

未
來
の

中
を
生

き
る
こ

と

を
口
指
し
た

研

究
を
し

て

い

け

な

い

理

晦
が

あ

ら

う
か
。

問
題
は

中
村
氏
の

方
法
で

は

な
く、

そ

れ

を
支
へ

る

精
神
の

中
に

あ
る

と

言
は

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

　

中
村
氏
の

永
井
荷
風
論
は

荷
風
の

文
學
者
と

し
て

の

生
涯
を

フ

ラ

ン

ス

文
學
へ

の

親
炙、

傾
倒
の

觀
點
か

ら
解
釋
し、

荷
風

を
日

本
に

お

け

る

ほ

と

ん

ど

唯
一

の

フ

ラ

ン

ス

的
な

作
家
と

見
做
し、

そ
れ

は

過
褒
で

は

な
い

か

と

思
は

れ
る

ほ

ど
熱

つ

ぽ

い

讃
辭
を
荷
風

に

捧
げ
た

も
の

で

あ
る

が、

氏
は

そ

の

論
の

結
び

の

箇
所

で、

荷
風

を
理

解
す
る

た

め

に

は

彼
が

讀
ん

だ

フ

ラ

ン

ス

の

文
學
書
と

漢
詩
文
の

類
を
續
み

抜
か

な

け

れ
ば

駄

目

だ

と

い

ふ

意
味
の

こ

と

を
述
べ

て

ゐ

る
。

　

荷
風
の

在
り

方
に

深
く
共
感
し
て、

「

現

代
の
、

生

き

た

荷
風

像
の

探
求
」

を

し

よ

う
と

す
る

の

な
ら、

そ

の

通
り

で

あ
る

の

か

も
知
れ

な
い
．

中
村
氏
の

老

張

か

從
來
の、

お

ほ

む

ね

國
文
學
者
の

手
に、
醸

る

荷
風

研
究
の

盲
點
を
鋭

く

衝
い

て

ゐ

る

こ

と

も

事
實
で

あ
ら

う。

し

か

し
い

ふ

ま
で

も

な
い

こ

と

な
が

ら

私
達
に

は、

荷
風

が

門
を

通
し
た

書
物
の

リ
ス

ト
に

接
す
る
こ

と

な
く、

い

は

ば

素
手
で

荷
風
に

立
ち

向
ふ

こ

と

も
可

能
で

あ
り、

こ

の一

つ
の

態
度
を
繋
ぐ
も

の

は、

私

達
に

と
つ

て

荷
楓

の

文
學
も
し

く
は

精
神
は

何
故
必

要
か

と

い

ふ

問
ひ

掛
け
で

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

簿
あ

乃。

中
村
氏
に

は

煮
が

缺
落
し

て

ゐ
る

。

・

れ

は

ど

う
し

た

こ

と

か
。

か

う

い

ふ

覗
點
を
呈

示
し

な
い

で、

荷
風

の

讀
書
の

追
體
驗

を

　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

84

慫
慂
す
る

の

は、

量
を
以

て

質
に

代
へ

る
愚
擧
と

い

ふ

も

の

で

は

な
い

の

か
。

　

中
村
氏
は
一

流
の

作
家
の

あ
か

し
を、

彼

が

プ

ル

ー

ス

ト
の

や
う

に

前
人

未
踏

の

文
學
的
新
領
土

を
開
拓
し
た

か

否
か

の

中
に

求
め

る

ほ

ど

の

人

で

あ
る
か

ら、

す
べ

て

文
學
者
の

名
に

價
す
る

文
學
者
が

獨
自

の

世

界
觀
を

持
つ

て

ゐ

る

こ

と

は

當
然
認

め

る

で

あ
ら

う
が、

そ

れ

ら

の

一

つ

々

々

を

氏
が

ど

う
評
價
す
る

の

か

と

い

ふ

肝
腎
の

と
こ

ろ

が

案
外
よ
く
判
ら
な
い

。

た

と
へ

ば

中
村
氏
は

二

次

大
戰

直

後
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

流
蕎

し

た

サ

ル

ト
ル

の

無
祕
論
的
實
存
主
義
と

い

ふ

言

ひ

方

を
何
度
か

し
て

ゐ

る

が、

中
村
氏
と

そ
れ

の

生

き
た

關
係
を

是
非

訊
き
た

い

も
の

で

あ
る

。

　

サ

ル

ト
ル

の

實
存
主
義
は

論
者
の

主
體
を
抜
き
に

し

て

は

語

れ
な
い

筈
だ

な
ど

と

私
が

言
ひ

韻
せ

ば、

文
學
論
は

文
字
通
り
文
學
を
論
じ

る

も
の

で

あ
つ

て

論
者

の

世
界
觀
や

人
間
觀
を
披
瀝
す
る

場
所
で

は

な

い

と

い

ふ

反

論
が

返
つ

て

來
る

だ

ら

う
が、

す
ぐ
れ

た
批
評

家
は

何
に

つ

い

て

述
べ

る

際

に

も、

自
ら

が

懐
抱
す

る

世

界
觀

と

入
間
觀

を、

す
な
は

ち
彼
に

固

有
の

生
き

方
を

そ

こ

に

偲

ば

せ

る

の

で

は

な

い

だ

ら

う
か。

　

中
村
氏
は

佐
藤
春
夫
の

或
る

小

説
に

コ

人

類
史

の

未
來
に

對

す

る

空

想
」

と

い

ふ

形

を
取

つ

た
「

文
明
批
評
」

を
兄
て

ゐ

る

が、

蓋
し

佐
藤

の

そ

れ

は
一

箇
の

文

學
的
技
法
と

し
て

の

文
明

批
評
で

あ
り
ー

i
さ

う
い

ふ

も
の

に

も
立

派

な

存
在
埋

由
が

あ

る

こ

と

は

こ

と

わ

る
ま

で

も
な
い

け
れ

ど
il

ー

そ

れ
を

超
え

る

も
の

で

は

な
か

つ

た
。
「

と

は

い

へ

言

葉
の

本
來
の

意
味

に

お

け

る

文

明

批
評
が

佐
藤
と

そ

の

世
代
の

人
な

に

な
か

つ

た

こ

と

は

お

そ

ら

く

彼

等
め

弱
點
と

ま

で

は

言
へ

な
い

で

あ

ら

う。

し

か

し

佐
藤
よ

り

幾
世
代
か

後
の、

現
代
の

批
評

家
で

あ

る

中
村
氏

の

場
合
に

は

さ

う
譜
つ

て

濟

ま
せ

る

わ
け

に

は

行
か

な
い

の

で

あ
る。

　

中
村
氏
に

は

園

有
の

世

界
觀
と

入
聞
観

が

な
い

と

か、

氏
は

文
明

批
評

と

は

無

縁
の

徒
で

あ
る

と
か

考
へ

て

ゐ

る

わ
け

で

は
な
い
。

私
は

中
替
長
に

對
し

て

そ

れ
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ほ

ど

冷
た
く
は

な
い

。

が、

世

界
と

人

間
を
見
る

中
村
氏
の

眼
は

常
に

文
學
を
通

し
た

眼
で

あ
り、

氏
の

所
論
に

は
讀
者
を
の

び

や

か

な
廣
い

世
界
に

解
放
す
る

と

い

つ

た

効
果
が

な
い
。

中
村
氏
の

言
ふ

こ

と
が

ど

れ
だ

け
正
し

く
見
え
よ
う
と、

そ

れ
を
讀
ん

で

ゐ

る

と、

狭
い

箱
の

中
に

閉
じ

籠
め
ら

れ
た

や

う
な

息
苦
し

さ

を

感
じ
な
い

で

は
ゐ

ら
れ
な
い
。

　

中
村
氏
ほ

ど
文

學
好
き

な
人
は

珍
し
い

が、

氏
の

文
學
は

自
己
増
殖
を
續
け
る

だ

け

で

あ
り、

文
學
に

對
立
す
る

何
か

か

ら

−
必

ず
し
も
現
實
生

活
か

ら
で

は

な
い

1
養
分
を
得
て

そ

の

骨
骼
を
逞
し
く
す
る

こ

と

が

な

い

や
う
に

思
は

れ

る
。

　

文
學
に

お

い

て

は

未
だ

し

も
聽

く
に

堪
へ

る

中
村
氏
の

話
柄
が

文
學
と

耻

會
の

接
點
に

及
ぶ

時、

そ
れ

が

急
に

色
褪
せ

て

し
ま

ふ

こ

と

は

無
理

も
な
い
、

「

一

八

六

八

年
の

半
革
命
を
經
た

ば
か

り

の

半
成

熟
の

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

瓧
會
」

と
か

「

近
代

の

半

封
建
的
非
民

主
的
政

權
下
の

日

本
の

現
實
」

と

か

い

ふ

や
う
な
言
ひ

方
は
一

昔
か

二

昔
前
の

教
條
主

義
者
の

言
ひ

草
と

瓜
二

つ

で

あ
り、

こ

こ

に

は

（
た

と

ひ

批
判
を
介
し

て

で

あ
れ
）

日

本
耻
會
の

現
實
に

責
任
を
取
ら

う
と

す
る

意
欲
は

ひ

と

か

け

ら

も
な
い

と

い

ふ

べ

き
で

あ
ら
う

。

　

ド
グ
マ

に

盲
ひ

た

歴
史
家
の

や
り

方
で

日

本
の

近

代
を
斷
罪

す
る

こ

と
は、

そ

の

病
患
に

觸
れ
た

こ

と
に

は

決
し
て

な
ら
な

い

の

で

あ

る。

　

中
村
氏
は

明

治
大
正
期
の

文

學
的
環
境
を
論
難
し

て、

「

春
水
の

讀
者
の

方
が、

四

迷
の

讀
者
よ

り

も
邁
か

に

寛
大
な
道

徳
意
識
と

成
熟
し

た

性
感

覺
と、

小
説
形

　
　
　
　

　
ソ

シ

エ

テ

式
を
支
え
る

肚

交
界
の

生
活
入
だ
っ

た
」

の

に

く
ら
べ

る

と

維
新
後
の

知

識
層
は

偏

狭
で

あ
り、

「

小
説
家
も
ひ

た

す
ら

自

身
の

道
徳
的
潔
癬
を
杜

會
の

な
か

で

主

張
し

よ
う
と

い

ふ

傾
向
が

強
く、

そ
れ
は

漱
石
に

お

い

て

も、

藤

村
に

お

い

て

も、

露
骨
に

見

ら

れ
る

」

の

だ

が、
「

英
國
ヴ
ィ

ク

ト
リ

ア

朝
の

小
説
や、

フ

ラ

ン

ス

自
然
主

義
の

肚
交

界
小
説
」

は

「

肚

會
と

人

間
性
の

多
様
さ

自
體
を
愉
し

中
村

眞一
郎
「
再
讀
日

本
近
代
文

學』
（
集

英
社∀
和
田
正

美

む、

と
い

う
成
熟
L

に

達
し、

「

モ

ー
パ

ッ

サ

ン

や
ア

ナ
ト

ー
ル
・
フ

ラ

ン

ス

の

サ

ロ

ン

小
説
は、

姦
通

そ

の

も
の

が

主
題
で

あ
り、

作
者
は

そ
れ

を
肯
定
し、

讀
者

は

作
中
人

物
た

ち

の

不

倫
を
喜
び

追
う
」

の

で

あ
る
と

述
べ

た

後、

こ

の

話

を、

「

（
日

本
の
）

知

識
層
の

精
神
的
雰
圍
氣
の

な
か

で

は、

寛
大
で

成
熟
し

た、

多
様

　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ロ

マ
ン

な
價
値
觀
の

併
存
す
る、

愉
し

い

社
會
の

展

望
圖
と

し

て

の

物
語

は、

描
か

れ

る

べ

く
も
な
か

っ

た
」

と

結
論
づ

け

て

ゐ

る。

　
か

う
い

ふ

物
の

言
ひ

方
か

ら

何
ほ

ど

か

の

正

し

さ

を
引
き

出
す
こ

と

は

出
來
る

と

し
て

も、

全
體
と

し

て

見
れ
ば、

こ

の

種
の

議
論
に

つ

き

あ
ふ

こ

と

は

私
に

と

つ

て

ほ

と

ん

ど

苦
痛
で

あ
る

。

な
る

ほ

ど

明

治
の

文
明
開
化
を

評
し

て、

そ

れ

は

徳
川

の

文
明

を
捨
て

て

非
文
明

に

就
い

た

も
の

で

あ
る
と

言
做
す
こ

と

は
一

つ

の

見
識
で

あ

ら

う。

し

か

し
明

治
大
正

の

知
識
層
の

偏
狹
さ

に

見
合
ふ

「

道

徳
的
潔

癖
」

の

持
主
と

さ
れ

た

漱
石
は

『

そ

れ

か

ら
』

と

い

ふ、

事
實
上
の

姦
通

小
説
の

作
者
で

あ
る

し、

藤
村
は

『

新
生
』

と

い

ふ、

姦
通

顔
負
け

の

近

親
相
姦
を

題
材

に

す
る

小
説
を

書
い

た

の

で

あ
る

。

モ

ー
パ

ッ

サ

ン

や

ア

ナ
ト
ー

ル

．

フ

ラ

ン

ス

が

姦
通
を
肯
定
し

た

と

い

ふ

箇
所
で

は、

彼
等
に

お

い

て

姦
通
は

肯
定
す
る

否
定

す
る
の

問
題
で

は

な
か

つ

た
や
う
に

思
ふ

が、

中
村
氏
が

こ

の

「

肯
定
」

と

い

ふ

言
葉
に

持
た
せ

た

意
味
の

幅
が

よ
く
わ
か

ら

な
い

の

で

コ

メ

ン

ト
は

差
控
へ

る

こ

と

に

し
よ
う。

が、

「

讀
者
は
作
中
入

物
た

ち
の

不
倫
を
喜
び

追
う
」

と

い

ふ

指

摘
に

は

二

重
の

問
題
が

含
ま
れ
て

ゐ

る。

　

耻

會
に

多
様
な
價
値
觀
が

併
存
す
る

の

な
ら、

何
故、

讀
者
は

そ

の

や

う
に
一

意
的
な
反
應
を
す
る

の

だ
ら

う
か
。

そ

の

こ

と

に

は

假
に

目
を
つ

ぶ

つ

て、

中
村

氏
の

言
ふ

通

り

で

あ
る

と
考
へ

た
と

し

て

も、

カ

ト
リ

ッ

ク

道
徳
の

支
配

力
の

大

き
さ

が

明
治
大
正
の

日

本
の

道

徳
的
強

制
力
に

優
る
と

も
劣
ら
な
か

つ

た、

十
九

世
紀
後
半
か

ら

二

十
世
紀
初
頭
の

フ

ラ
ン

ス

で

讀
者
は

さ

う
い

ふ

自
由
を
ど
う
し

て

樂
し

む

こ

と

が

出
來
た

の

で

あ
ら
う
か

。
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明

星
大

学
研
究

紀
要

【
日

本
文

化

学
部

二、
口

語
文

化
学

科一
第

万
号

　、
儿
九
七

年

　

こ

こ

で

は

文
學

を
成
立
さ
せ

る

場
へ

の

考
察
が

行
は

れ

て

ゐ
る

や

う
に

見

え
な

が

ら

實
は
不

充
分
に

し

か

行
は

れ

て

ゐ

な
い

と

い

ふ

印
象
を
受
け
る。

次
の

文
に

關
し

て

も
そ

れ
と

同
じ

こ

と

が

言
へ

よ

う。
「

周
圃
の

中
産
階
級
意
識
と

の

戰
い

に

敗
れ

て

自
殺
し

た

の

を
目
撃
し

た

芥
川

龍
之
介
の

弟
子

の

堀
辰

雄
は、

若
く
し

て

東
京
下
町
の

環
境
か

ら

脛
井
澤
の

こ

の

h
流
の

國
際

環
境
へ

文
學
の

場
を
移
す

こ

と

に

よ
っ

て
、

西

歐
文
學
的
意
識
の

移
植
に

成
功
す
る
こ

と

に

な
る。
」

さ
う

い
，

伽

こ

と

で

あ
る

の

な
ら、

堀
が

東
京
の

下

町
を
捨
て

て

輕
井
澤
を
選

ん

だ

こ

と

は

日

本
の

現
實
か

ら

の

逃

避
で

は

な
い

所
以
を
中
村
氏
は

明
ら

か

に

し

な

け

れ

ば

な
ら

な

い

が、

私
達
の

最
も
知

り

た
い
、

こ

の

根
本
的
な

と
こ

ろ

を
氏
は

素
通
り

し
た
。

　

中
村
氏
が

現

前
さ

せ

る
一

見

華
や
か

な
文
學
の

花
園
は

眼
を

凝
し

て

眺
め

れ
ば

見
か

け

ほ

ど

美
し

く
は

な
い

の

で

あ
る

。

　

誤
解
を

防
ぐ
た

め

に

私
児

を
述
べ

て

お

く
と、

性
の

タ

ブ

ー

が

少
し

つ

つ

な

く

な

つ

て

行

つ

た

の

は

文
學
に

と

つ

て

明
ら

か

に

好

ま

し
い

こ

と
だ

つ

た。

し

か

し

中
村
氏

ほ

ど

の

人
が

こ

の

こ

と

を
知
ら

な
い

筈
は

な

い

の

だ

が
、

タ

ブ

ー

が

な
く

な
る
こ

と

は

そ

れ
を
め

ぐ

る
問
題
が

す
べ

て

解
決
し

た

こ

と

を
意
昧
す
る

も
の

で

は

な
い
。

明

治
大
正

の

作
家
達
が

生

き

返
つ

て

目

下

の

文

學
状
況

を
見
た

ら、

彼

等
は

現

代
作
家
が

性
の

タ

ブ

ー

に

煩
は

さ
れ

て

ゐ
な
い

こ

と

を
知

つ

て

羨
む

で

あ

ら

う
。

し

か

し
一

方
で

は
現

代
作
家
が

周
圍
の

祗
會
か

ら
の

抵
抗
が

減
退

し

た、

い

は

ば

空

氣
の

稀
薄
な
場
所
で

仕
事
を
し
な
け

れ
ば

な

ら
な
い

こ

と

を
察
し

て、

彼

等
に

同
情
す
る

か

も
知
れ

な
い

の

で

あ
る

。

　

中
村
氏
が、

「

H
本
文
學
史
上、

現

代
は

室
町
の

お

伽
草
子
の

幼

稚
さ

の

主

流

だ

つ

た

時
代
に

次
ぐ

、

第
二

の

低
迷
期
で

は

な
か

ろ

う
か
」

と

慨
嘆
し
て、

そ
こ

か

ら
の

脱
出
を
呼

び

掛
け

る
の

な

ら、

そ
の

「

低
迷
」

の

理

由
を
も

つ

と

掘
下
げ

て

も
よ

か

つ

た

で

は

な
い

か
。

問

題
は

折

角
戰
後
派

が

文
體
革
命
を
始
め

た

の

に

86

第
三

の

新
入

が

散
文
を
「

傳
統
的
な

客
觀
的

文
體
の

洗
煉
へ

の

道
」

に

戻

し

て

し

ま

つ

た
と

い

ふ

　

こ

の

指

摘
に

何
ほ

ど

か

の

眞
實
が

含
ま

れ

て

ゐ

る

と

し

て

も

ー
こ

と

で

終
り
は

し
な
い

の

で

あ
る
。

　

ま
た

明

治
以
降
の

日

本
耻
會
に

違
利
感
を
持
つ

中
村
氏
が

そ

れ

と

の

對
比

に

お

い

て

近
代
西
歐
の

肚
會
を

理

想
化
し

て

ゐ

る

の

で

あ
れ

ば、

氏
は

そ

の

點

で

は、

氏
が

そ

の

偏
狹
さ

を
攻
撃
す
る

文
明

開

化
時
代
の

日

本
人

の

心

性
を

未
だ

に

引
き

ず
つ

て

ゐ

る、

と

言
は

ざ

る

を
得
な

い
。

近
代
の

西
歐

は

今
日

尚、

私
達
が

そ

こ

か

ら

學
ぶ

べ

き
も
の

で
は

あ
る

が、

そ
れ
は

決
し

て

私

達
の

規
範
で

は

な
い
。

國

粹
主
義
者
よ

ろ

し

く
日

本
を
絶
對
視

す

る

必
要
は

も
と

よ
り

な

い

け

れ

ど、

彼
我

の

杜
會
に

つ

い

て

の

考
究
を
冷
靜
に、

同
時
的

に

行
ふ

こ

と

を

通
し

て、

双

方
の

美
點
と

弱
點
を
浮
ぴ

上

ら

せ

る

こ

と

が

望
ま
し
い

と

思
ふ

。

『

再
讀
日

本
近
代
文
學」

か

ら

著
者
の

息
づ

か

ひ

は

傳
は

つ

て

來
る

の

で、

こ

れ

は

個
性
的
な
著
作
で

あ

る

と

は

言
へ

る

が、

私
は

そ

の

中
に

中
村
眞
一

郎
と
い

ふ

【

人

の

現
代
人

が

悠
々

と

生

き
る

姿
を
感
得
す
る

ま
で

に

は

至

ら

な
か

つ

た。

か

う
言
ふ

と

そ

れ

は

中
村
氏
が

批
判
的
な
小

林

秀
雄

の

方
法、

す
な

は

ち

作
晶

を

作

者
の

「

入
間
」

ー
氏

は

「

人

格
」

と

書
い

て

ゐ

る

が

！
に

還
元

す
る

方
法
で

あ

り、

そ

れ
は

困

る

と

氏
か

ら

逆

に

言
は

れ
さ

う
だ

が、

何
も
小

林
が

ど

う
の

か

う
の

と

い

ふ

こ

と

で

は

な
く、

　一

冊
の

本
を
讀
み

終
へ

た

後、

そ

の

本

の

著

者
の

自
在
な
姿
を
思
ひ

浮
べ

た
く
な

る

の

は

讀
者
と

し

て

自

然
な

こ

と

で

は

な
い

だ

ら

う
か
。

　

實
は

私
も
こ

の

本
か

ら
様
々

な
示
唆
を

受
け
た

の

で

あ

る

が、

そ

の

こ

と

よ

り

も、

中
村
氏
に

お
け

る

何
物
か

の

不
在
の

方
が

ず
つ

と

氣
に

掛
る
。

　

以

王

の

苦
言

が

申
村
氏
の

耳
に

届

い

た

と

し

た

と

こ

ろ

で、

氏
は

そ

の

態
度
を

改
め

て

く
れ

は

し

な
い

で

あ
ら

う
、

さ

う
す
る

と

私

は

最
後
ま
で

中
村
氏

に

文
旬

を
言

ひ

續
け

る

し

か

な
い

が、

そ

れ

と

同
蒔
に、

氏
か

ら

祕
か

に

學
ぶ

こ

と

も

止
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め

な
い

つ

も
り

で

あ

る。

方
を
私
は

採
ら

な
い
。

こ

れ
を
先
輩
へ

の

禮
儀
に

反
し

た

振
舞
と

見
做
す
考
へ
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中

村
眞一
郎
『
再

韻
日
本

近
代
文

學』
（
集
英
社）
和
田
正

美


